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︑
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﹁
よ
か
っ
た
ら
︑
も
ら
っ
て
た
も
れ
﹂

下
北
山
村
の
深
い
森
が
源
流
を
磨
き
︑

食
物
を
豊
か
に
す
る
︒

そ
し
て
︑

か
つ
て
は
村
を
支
え
た
産
業
が

盛
ん
だ
っ
た
場
所
︒

森
に
生
か
さ
れ
︑

森
と
と
も
に
生
き
て
き
た
人
々
は
︑

贅
沢
を
せ
ず
︑
今
あ
る
も
の
を
丁
寧
に
育
て
て
い
る
︒

そ
ん
な
暮
ら
し
の
中
に
は
︑

優
し
く
も
少
し
控
え
め
な
愛
が
溢
れ
て
い
る
︒

下
北
山
村
か
ら

暮
ら
し
の
お
す
そ
わ
け

下北山村役場　地域創生推進室
〒639-3803 奈良県吉野郡下北山村寺垣内 983 
TEL：07468-6-0001 FAX：07468-6-0377
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What’s 下北春まなWhat’s あまご・鮎

まな(真菜)というのは漬け菜の一種で、古くから漬

物に使われてきたことからそう呼ばれるようになっ

たという。下北春まなもその多くは漬物にして愛用

され、山仕事が盛んだった頃には漬樽を山の作業

場へ運び込んだといわれている。2008年に奈良県

が認定する『大和の伝統野菜』として登録された。

下北山村のきれいな水を使い、自然に限りなく近

い環境で育てられたあまごと鮎。川魚特有の臭み

は少なく、頭からしっぽまで美味しく味わえる。あ

まごは毎年3月1日から、鮎は6月第3日曜から漁業

を解禁し、期間中は村内の至る所で釣りを楽しむ

人が見られる。

下
北
山
村
の
家
族
野
菜
︑

　
　
　
　
　
　

食
べ
て
た
も
れ

下
北
山
村
の
食
卓
で
は
古
く
か
ら
な
じ
み
の
あ
る

野
菜『
下
北
春
ま
な
』。幻
の
野
菜
と
い
わ
れ
る
理

由
は
１
〜
２
月
の
短
い
期
間
で
収
穫
さ
れ
、そ
の

ほ
と
ん
ど
は
村
外
に
出
回
る
こ
と
が
な
い
か
ら

だ
。昼
夜
の
寒
暖
差
が
激
し
い
環
境
下
で
霜
が
降

り
た
葉
は
肉
厚
で
ほ
ろ
苦
く
、栄
養
化
が
高
い
。熱

を
通
す
と
甘
み
が
増
し
、ど
ん
な
料
理
に
も
相
性

が
良
い
。そ
ん
な
下
北
春
ま
な
の
美
味
し
さ
を
村

外
に
も
広
め
よ
う
と
動
き
始
め
た
の
が
1
9
9
4

年
頃
。村
か
ら
の
打
診
を
受
け
て
集
ま
っ
た
メ
ン

バ
ー
の
中
の
一
人
が
大
崎
邦
子
さ
ん
で
あ
っ
た
。

「
売
り
出
す
な
ら
下
北
春
ま
な
の
美
味
し
さ
が
ス

ト
レ
ー
ト
に
わ
か
る
漬
物
が
良
い
ね
っ
て
な
っ
た

ん
で
す
け
ど
、最
初
の
頃
は
全
然
売
れ
な
く
て
ね
。

そ
の
頃
よ
く
食
べ
ら
れ
て
い
た
春
ま
な
漬
け
は
色

が
く
す
ん
で
い
て
、あ
ん
ま
り
美
味
し
そ
う
に
見

え
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。そ
こ
か
ら
皆
ん
な
で
試

行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
、今
の
き
れ
い
な
緑
色
を

保
つ
製
法
に
行
き
つ
い
た
ん
で
す
」。先
代
で
あ
る

日
浦
マ
サ
さ
ん
か
ら
製
法
の
全
て
を
受
け
継
い
だ

大
崎
さ
ん
の
次
の
課
題
は
後
継
者
を
育
て
る
こ
と

だ
と
い
う
。「
ず
っ
と
食
べ
継
が
れ
て
き
た
味
を
次

の
世
代
に
残
す
ま
で
は
、ま
だ
ま
だ
私
も
引
退
で

き
な
い
で
す
ね
」と
大
崎
さ
ん
。「
塩
の
加
減
や
漬

け
る
時
間
な
ど
、大
崎
さ
ん
し
か
知
ら
な
い
こ
と

が
い
っ
ぱ
い
。大
崎
さ
ん
を
支
え
て
い
き
た
い
」と

次
の
世
代
で
あ
る
仲
ナ
ナ
美
さ
ん
は
い
う
。

水
が
え
ぇ
か
ら
︑

骨
ま
で
美
味
し
く
食
べ
ら
れ
る
ん
よ

『
あ
ま
ご
・
鮎
』の
養
殖
を
始
め
て
40
年
に
な
る
と
い

う
西
村
嘉
之
さ
ん
。し
か
し
最
初
か
ら
養
殖
の
仕
事

を
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
。「
も
と
も
と
下
北
山
村

の
美
し
い
川
が
好
き
で
、釣
り
も
大
好
き
で
の
ー
。

若
い
こ
ろ
は
よ
く
近
所
の
川
に
行
っ
て
あ
ま
ご
や

鮎
を
釣
っ
た
の
ー
」。し
か
し
1
9
6
4
年
に
池
原

ダ
ム
が
完
成
す
る
と
、そ
れ
ま
で
当
た
り
前
に
い
た

魚
た
ち
が
一
時
姿
を
消
し
た
。大
好
き
な
あ
ま
ご
・

鮎
が
釣
れ
な
く
な
っ
た
の
は
寂
し
い
が
、そ
れ
な
ら

自
分
で
育
て
て
み
よ
う
と
、仕
事
と
は
別
に
趣
味
と

し
て
養
殖
を
始
め
た
の
が
は
じ
ま
り
だ
っ
た
。西
村

さ
ん
の
あ
ま
ご
・
鮎
の
養
殖
は
特
別
な
こ
と
は
何
も

し
な
い
と
い
う
。ポ
イ
ン
ト
は
水
と
日
光
。ミ
ネ
ラ

ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
と
言
っ
て
も
遜
色
な
い
、美
し
い
水

で
育
て
て
お
り
、そ
の
水
を
自
宅
外
に
併
設
さ
れ
て

い
る
水
槽
に
溜
め
る
。そ
の
水
を
日
光
に
当
て
る
こ

と
で
水
中
に
酸
素
を
つ
く
る
。「
他
に
も
コ
ツ
が
あ

る
や
ろ
言
う
て
教
わ
り
に
来
る
人
が
多
い
け
ど
、感

覚
で
や
っ
て
る
か
ら
教
え
ら
れ
ん
。あ
え
て
言
う
な

ら
、毎
日
魚
の
顔
や
動
き
を
じ
っ
と
観
察
し
て
、今

日
は
元
気
や
な
ぁ
と
か
、元
気
が
な
か
っ
た
ら
餌
の

量
を
調
整
し
た
り
す
る
ん
や
よ
。で
も
基
本
は
自
然

に
逆
ら
わ
ず
育
て
る
の
が
一
番
じ
ゃ
の
ぉ
」と
西
村

さ
ん
。ま
た
養
殖
だ
け
で
な
く
、あ
ま
ご
・
鮎
の
美
味

し
さ
を
知
っ
て
ほ
し
い
と
、甘
露
煮
の
製
造
・
販
売

も
手
掛
け
る
商
売
人
で
も
あ
る
。

１）
下北山村振興事業協同組合の大
崎邦子さん。漬物にする下北春ま
なの種も管理している。

２）
下北春まなのめはり寿司。“目をみ
はるようにしてほおばる”ことから
その名が付いたという。

１）
多い時には約10万匹のあまごと
鮎が泳ぐ水槽。鮎釣りには欠かせ
ない友鮎も育てている。

２）
あまごと鮎の寿司は新鮮なうちに
うす塩でしめて、塩焼きは締めて
から2時間ほどおいて焼く。

１２２１

下
北
山
村
の

　

自
然
が
育
む

　
　
　

幻
の
野
菜

天
然
の

ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
で

育
っ
た
あ
ま
ご
と
鮎



ジ
ャ
バ
ラ

奈
良
下
北
山
村
育
ち
の

JA
B

A
R

A

南
朝
み
そ

M
IS

O

What’s ジャバラWhat’s 南朝みそ

花粉症に効果のある成分が豊富に含まれている

と、近年注目されている柑橘類。原産は和歌山県

東牟婁郡北山村。ジャバラは苗木を植えてから実

を収穫するまで約15年かかるといわれている。奈

良下北山村育ちのジャバラは、１本１本栄養がいく

ように育てられている。

添加物は一切加えず、下北山村産の米から出来た

麹に、国産大豆・天然塩のみで作られた味噌。村内

で米を集荷し、袋詰めをするまでのほとんどの工程

を人の手で行っている。南朝の遺臣たちが下北山

村周辺に住み着いたといわれていることからこの

名が付いた。

ゆ
ず
と
も
す
だ
ち
と
も
違
う
ん
じ
ゃ

あ
ま
ご
と
鮎
の
養
殖
を
す
る
西
村
嘉
之
さ
ん
が
育

て
る
も
う
一
つ
の
生
産
物
が『
奈
良
下
北
山
村
育

ち
の
ジ
ャ
バ
ラ
』で
あ
る
。原
産
地
で
あ
る
北
山
村

に
約
10
年
間
通
い
続
け
て
そ
の
栽
培
方
法
を
学
ん
だ

と
い
う
西
村
さ
ん
。「
下
北
山
村
と
北
山
村
は
山
一

つ
隔
て
た
と
こ
ろ
に
あ
る
い
わ
ば
隣
村
で
、天
候

も
ほ
ぼ
同
じ
な
も
ん
で
、こ
こ
で
も
作
る
こ
と
が

で
き
る
ん
や
よ
。た
だ
、こ
こ
の
ほ
う
が
気
温
が

２
℃
低
い
よ
っ
て
、同
じ
ジ
ャ
バ
ラ
で
も
味
は

ち
ょ
っ
と
違
う
。植
物
は
難
し
い
の
ぉ
」と
西
村
さ

ん
。し
か
し
養
殖
を
す
る
一
方
、ジ
ャ
バ
ラ
の
栽
培

を
す
る
の
は
大
変
な
の
で
は
と
伺
う
と「
ジ
ャ
バ

ラ
の
実
の
丸
い
形
を
じ
っ
と
見
る
ん
が
好
き
で

ね
ぇ
。最
初
は
園
芸
感
覚
で
始
め
て
、自
分
た
ち
が

食
べ
る
分
し
か
作
っ
て
な
か
っ
た
。ほ
ん
で
も

作
っ
て
い
く
う
ち
に
だ
ん
だ
ん
面
白
く
な
っ
て
き

て
の
ぉ
。み
ん
な
が
美
味
し
い
と
言
っ
て
食
べ
て

く
れ
る
ん
が
何
よ
り
で
す
わ
」と
笑
い
な
が
ら
西

村
さ
ん
は
答
え
て
く
れ
た
。今
で
は
奥
様
の
春
子

さ
ん
や
村
の
婦
人
会
と
協
力
し
て
、ジ
ャ
バ
ラ
の

果
実
を
使
っ
て
ジ
ャ
ム
や
ジ
ュ
ー
ス
・
ポ
ン
酢
・
石

鹸
と
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
加
工
品
を
作
り
、『
奈
良

下
北
山
村
育
ち
の 

ジ
ャ
バ
ラ
』で
特
許
も
取
得
し

た
。御
年
80
歳
を
超
え
る
西
村
さ
ん
。そ
の
バ
イ
タ
リ

テ
ィ
は
ま
だ
ま
だ
健
在
で
あ
る
。

昔
な
が
ら
の
味
噌
じ
ゃ
っ
て
︑

何
に
で
も
合
う
の
ぉ

「
下
北
山
村
の
名
物
に
な
る
も
の
を
生
み
出
し
た

い
」と
い
う
村
か
ら
の
要
請
を
受
け
、下
北
山
村
の

４
人
の
主
婦
が『
南
朝
み
そ
』づ
く
り
に
取
り
組
み

始
め
た
の
が
1
9
8
9
年
の
こ
と
。そ
れ
ま
で
家

庭
で
作
ら
れ
て
い
た
味
噌
を
商
品
化
す
る
た
め
に

三
重
県
熊
野
市
ま
で
研
修
に
行
き
、一
か
ら
製
法

を
学
ん
だ
。し
か
し
、最
初
の
頃
は
な
か
な
か
売
れ

な
か
っ
た
と
い
う
。「
み
ん
な
そ
れ
ま
で
ご
く
普
通

の
主
婦
じ
ゃ
っ
た
。ど
う
や
っ
て
売
れ
ば
い
い
か

も
全
然
わ
か
ら
ん
か
っ
た
」と
苦
笑
い
す
る
の
は
、

初
期
か
ら
み
そ
作
り
に
関
わ
っ
て
き
た
大
崎
邦
子

さ
ん
。し
か
し
、２
０
１
６
年
か
ら
大
崎
さ
ん
た
ち

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、「
N
P
O
法
人

サ
ポ
ー
ト
き
な
り
」の
協
力
で
、状
況
は
徐
々
に
変

わ
っ
て
い
っ
た
。彼
女
ら
の
ア
イ
デ
ア
で
、パ
ッ

ケ
ー
ジ
を
見
直
し
た
り
販
売
経
路
を
広
げ
て
い
く

こ
と
で
、少
し
ず
つ
な
が
ら
南
朝
み
そ
の
売
れ
行

き
が
伸
び
て
い
っ
た
。メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
る

小
野
晴
美
さ
ん
は「
お
味
噌
は
実
は
簡
単
に
手
作

り
で
き
ま
す
。と
は
い
っ
て
も
、そ
こ
ま
で
手
が
回

ら
な
い
人
に
は
、無
添
加
の
南
朝
み
そ
を
。
30
年
来

変
わ
ら
な
い
製
法
で
、村
の
お
母
さ
ん
の
手
で
仕

込
ま
れ
る
お
味
噌
を
こ
れ
か
ら
も
守
っ
て
い
き
た

い
で
す
」 

と
語
る
。先
人
の
努
力
と
若
者
の
熱
意

が
融
合
し
た
南
朝
み
そ
。手
仕
事
を
大
切
に
し
た

製
法
だ
け
で
は
な
く
、こ
れ
ま
で
の
歴
史
の
中
で

紡
が
れ
た
想
い
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

１）
ジャバラ畑のすぐ横を清流が流
れる。約300本を管理するには根
気のいる作業と自然の力が必要。

２）
完熟したジャバラの皮を千切りに
して実と蜂蜜を合わせて煮ると
新鮮なシロップの完成。

１）
麹100kg、大豆100kgを仕込む作
業はかなりの重労働。ここでチー
ムワークが発揮される。

２）
冷蔵庫がない時代、山仕事に行く
際にマグロを味噌に一晩漬けて
焼いたものをお弁当に入れたとい
う。

１２２１

す
っ
き
り
と
し
た
酸
味
と

　

ほ
の
か
な
甘
み
で

　
　

皮
ま
で
食
べ
ら
れ
る
柑
橘

村
の
お
母
さ
ん
達
に
よ
り

　

受
け
継
が
れ
る
下
北
山
村
の
味
噌



木材
きなり館で買える
暮らしのおすそわけ

き
な
り
館

さぁでかけよう

T R EE

About 木　材

全国でも有数の林業地帯である紀伊半島に位置する下北山村では、昔から林業が盛んで

あった。現在では、村の森林資源を活かそうと様々な加工品が生産されている。

株式会社ウッドウォームズ
奈良県吉野郡下北山村下池原438
07468-2-0087
10:00～16:00
土曜・日曜日・祝日休

スカイウッド株式会社
奈良県吉野郡下北山村池峰227-3
07468-5-2480
9:00～17:00
不定休

「下北山スポーツ公園」の敷地内にある複合施設。館内に
は地元の食材を使ったレストランや、ここでしか扱ってな
い名産品が購入できる売店、そして露天風呂も擁する大き
な温泉があり、村内外から来る多くの人でにぎわっている。

奈良県吉野郡下北山村上池原282
07468-5-2001
【売店】 
平日11:00～21:00
土曜・日曜日・祝日10:00～21:30
【食事】 
平日・土曜11:30～21:00(20:30LO)
日曜日・祝日11:00～21:00(20:30LO)
第2・第4火曜休

木
の
ぬ
く
も
り
を
五
感
で
感
じ

て
ほ
し
い

木
の
自
然
な
形
を
活
か
し
た
オ
ー
ダ
ー
メ

イ
ド
の
家
具
が
人
気
の「
ス
カ
イ
ウ
ッ
ド

(

株)

」。同
社
は
2
0
1
8
年
５
月
か
ら
新

し
い
事
業
と
し
て
製
材
業
を
ス
タ
ー
ト
し

た
。村
で
は
木
の
価
格
の
下
落
か
ら
林
業

を
営
む
人
が
激
減
し
て
い
る
実
情
が
あ

り
、代
表
の
本
田
昭
彦
さ
ん
は
、村
の
林
産

加
工
施
設
の
指
定
管
理
を
引
き
受
け
た
。

「
僕
は
埼
玉
県
生
ま
れ
で
す
が
、下
北
山
村

の
美
し
い
自
然
に
魅
了
さ
れ
こ
こ
に
や
っ

て
き
ま
し
た
。先
人
が
残
し
た
山
や
森
を

こ
の
先
も
ず
っ
と
残
し
て
い
き
た
い
。そ

れ
が
僕
が
こ
の
村
に
で
き
る
恩
返
し
で
あ

り
使
命
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」。森
と
共
に

生
き
る
本
田
さ
ん
の
挑
戦
は
、ま
だ
始

ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。

木
製
遊
具
は
丈
夫
で

ぬ
く
も
り
が
あ
る

以
前
は
森
林
組
合
に
勤
め
て
い
た
大
上
良

平
さ
ん
。も
と
も
と
木
の
扱
い
に
は
長
け

て
い
た
が
、息
子
さ
ん
の
た
め
に
余
っ
た

丸
太
で
ブ
ラ
ン
コ
を
手
作
り
し
た
の
が

き
っ
か
け
で
、「
ほ
ん
の
小
遣
い
稼
ぎ
の
感

覚
で
、ネ
ッ
ト
で
販
売
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
」と
い
う
木
製
遊
具
づ
く
り
。デ
ザ

イ
ン
の
可
愛
さ
だ
け
で
な
く
、安
全
な
上

に
低
価
格
な
大
上
さ
ん
の
遊
具
は
た
ち
ま

ち
評
判
を
呼
び
、看
板
商
品
の
ブ
ラ
ン
コ

は
累
計
7
0
0
0
台
を
超
え
た
。最
近
で

は
、息
子
の
快
斗
さ
ん
も
仕
事
を
手
伝
う

よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
、初
心
者
マ
ー
ク

を
つ
け
て
走
る
ト
ラ
ッ
ク
が
今
は
頼
も
し

い
。そ
の
姿
を
見
る
良
平
さ
ん
の
表
情
は

と
て
も
誇
ら
し
げ
だ
。

相
手
へ
の
想
い
を

橋
渡
し
し
て
く
れ
る
お
箸

代
表
の
森
岡
誠
さ
ん
。以
前
は
大
阪
の
ビ

ジ
ネ
ス
の
中
心
地
・
本
町
で
働
い
て
い
た

バ
リ
バ
リ
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
だ
っ
た
。そ

ん
な
誠
さ
ん
が
、奥
様
の
直
美
さ
ん
の
地

元
で
あ
る
こ
の
村
に
移
住
し
て
き
た
の
は
、

32
歳
の
頃
。以
来
、独
学
で
箸
づ
く
り
を
学

び
、手
作
り
の
高
級
箸
の
製
作
に
取
り
組

ん
で
い
る
。「
質
の
良
く
な
い
木
を
使
う
と

わ
ず
か
し
か
箸
に
は
使
え
な
い
も
ん
だ
け

ど
、吉
野
杉
は
木
目
が
す
っ
と
伸
び
る
よ

う
、木
を
育
て
る
段
階
か
ら
計
算
さ
れ
て

い
る
か
ら
、美
し
く
て
丈
夫
な
の
が
特
徴

な
ん
よ
」。箸
を
飾
る
手
作
り
の
箸
袋
は
直

美
さ
ん
が
手
作
り
し
た
も
の
だ
。こ
の
箸

に
は
森
岡
ご
夫
妻
の
真
心
が
込
め
ら
れ
て

い
る
。

有限会社はし吉
奈良県吉野郡下北山村佐田621
07468-6-0201
8:30～17:00
日曜日・祝日・年末年始休

製
材
・
家
具

遊
具

吉
野
杉
箸

吉
野
の
木
の
魅
力
に

　
　
　

取
り
つ
か
れ
て

子
ど
も
達
が
安
全
に

　

木
と
触
れ
合
う
た
め
に

自
然
に
魅
了
さ
れ

　
　

森
と
生
き
る
仕
事

標高約300ｍに位置する下北山村は昼夜の寒暖差
が激しく、良質な茶葉が育つことで知られている。
化学肥料を使わず育てた一番茶の新芽のみを手
摘みし加工したこのお茶は、甘みと香りが段違い。

下北山村のお茶 （45ｇ×5個）

あまご養殖の名人・西村嘉之さんのあまごを使い、
醤油と砂糖で甘辛く炊き上げた甘露煮。骨まで柔ら
かく煮ているため頭からしっぽまで美味しく味わえ
る。

あまごの甘露煮
540円540円

原材料は無農薬で育てたブルーベリーと砂糖・レモ
ンのみ。大粒の果肉の食感が残るようにあえて粗め
につぶし、ブルーベリー本来の爽やかな酸味とフ
ルーティーな香りと甘みが楽しめる。

としちゃんのブルーベリージャム （200ｇ）
670円

肉厚の葉で濃厚な旨みとほのかな苦みが特徴の、
下北山村の特産品である「下北春まな」を使った漬
物。浅漬けの状態で冷凍パック詰めするので、美し
い緑色をそのまま保っている。

下北春まな漬 （200g）
360円

国産の大豆と塩に、村で栽培した米からできた麹
を使い、昔ながらの製法で作られた味噌。まろやか
な塩味で、野菜につけるディップや味噌田楽にして
も美味しくいただける。

南朝みそ （500g・1kg）
400円／650円

最高級の吉野杉を使った割り箸。木の繊維を見極
め一本ずつ削り出して仕上げるので、手触りが良い
のが特徴。子ども用や柿渋加工されたもの、お買い
得パックなどバラエティは様々。

吉野杉箸 （24膳）
650円

1,200円

奈良下北山村育ちのジャバラ

730円 960円

ジャバラを一つひとつ手絞りして作っている『奈良 
下北山村育ちのジャバラ』シリーズ。果実は生搾り
とポン酢に、皮はマーマレードに。収穫後すぐの新
鮮なジャバラを使用しており、添加物不使用。

下北山村の様々な花の蜜を集めて作られた天然は
ちみつ。百花蜜といわれ、喉や唇の潤い補給にも効
果的。村内では4月中旬に蜂の箱を設置し、梅雨明
けに蓋を開けるのが通例。

百花蜜はちみつ （300g・600g）
2,500円 ／5,000円

※商品価格は2019年8月1日現在の税込金額です。詳しくは『きなり館』にお問い合わせください。

生搾り | 手作りぽん酢 | マーマレード
（150ml） （150ml） （150g）
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